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西
洋
に
お
け
る

『源
氏
物
語
』
の
受
容

―
英
語
訳
と
教
育
に
見
る
―

は
じ
め
に

今
世
紀
に
至
る
ま
で
、
西
洋
人
に
と
っ
て
日
本
文
学
の
イ
メ
ー
ジ
は

自
分
た
ち
と
は
違
う
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
現
実
的
な
存
在
で

は
な
い
幻
想
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
地
理
的
に
遥
か
に
離
れ

て
い
る
た
め
、
日
本
文
学
そ
の
も
の
の
存
在
が
か
ろ
う
じ
て
知
ら
れ
て

い
る
程
度
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
的
政
治
的
情
勢
の
変

化
と
と
も
に
、
近
年
、
西
洋
に
お
い
て
日
本
古
典
文
学
に
対
す
る
関
心

が
急
激
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
と
く
に

一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か

ら
、
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
に
お
い
て
も
、
日
本
古
典
に
関

す
る
活
発
な
研
究
活
動
が
行
わ
れ
、
教
育
、
研
究
と
幅
広
い
分
野
に
わ

た
っ
て
優
れ
た
業
績
が
あ
が
っ
て
い
る
。　
一
般
に
、
西
洋
に
お
い
て
日

本
に
関
す
る
こ
と
が
、
す
べ
て
異
国
趣
味
と
結
び
つ
け
て
受
け
入
れ
ら

れ
た
時
代
は
、
日
本
文
学
が

「好
奇
心
の
対
象
」
と
し
て
読
ま
れ
て
い

た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
日
本
文
学
に
対
す
る
研
究

動
向
は
、
異
国
文
化
へ
の
興
味
と
い
う
レ
ベ
ル
を
遥
か
に
超
え
た
も
の

胡
　
秀
敏

で
、
古
典
、
そ
し
て
近
代
作
品
か
ら
に
じ
み
出
る
主
観
性
と
普
遍
性
に

日
本
文
学
の
”
宝
“
を
見
出
し
、
そ
れ
を
楽
し
み
研
究
す
る
と
い
う
方
向

に
進
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
西
洋
に
お
け
る
今
日
の
日
本
文
学
研
究

は
、
異
文
化
へ
の
興
味
、
驚
き
に
端
を
発
し
、
そ
れ
と
自
国
の
文
化
と

の
比
較
対
照
、
さ
ら
に
は
自
ら
の
文
学
観
に
よ
る
分
析
、
と
発
展
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

西
洋
人
に
と

っ
て
も
、
日
本
人
に
と

っ
て
も
日
本
の
古
典
と
し
て
、

ま
ず
源
氏
物
語
が
あ
げ
ら
れ
る
。
世
界
で
も
っ
と
も
早
く
、
し
か
も
完

成
度
の
高
い
長
篇
小
説
と
し
て
、
世
界
の
人
々
の
意
識
に
浸
透
し
は
じ

め
た
の
は
、
今
世
紀
の
中
頃
で
あ
り
、
今
日
で
は
平
安
文
学
の
専
門
家

か
ら
、
比
較
文
学
者
、
歴
史
学
者
、
英
文
学
者
に
至
る
ま
で
注
目
を
集

め
て
い
る
。
日
本
国
内
に
お
い
て
も
、
源
氏
物
語
の
評
価
を
歴
史
的
に

辿
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
評
価
判
断
の
多
種
多
様
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
ま

し
て
文
化
背
景
、
価
値
体
系
の
異
な
っ
た
西
洋
人
が
、
彼
ら
独
自
の
文

学
観
を
も

つ
て
源
氏
物
語
を
評
価
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
英
語

訳
の
お
か
げ
で
、
源
氏
物
語
は
西
洋
の
一
般
の
人
々
に
も
手
の
届
く
も

の
と
な
っ
た
た
め
、
英
語
に
な
っ
た
源
氏
物
語
の
実
体
、
そ
し
て
そ
の
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教
育
の
現
状
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
に
お
い
て
、
源
氏
物

語
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

一
、
源
氏
物
語
の
英
訳

現
在
、
注
目
さ
れ
て
い
る
源
氏
物
語
の
英
訳
は
二
種
類
刊
行
さ
れ
て

い
る
。　
一
つ
は
ア
ー
サ

・
ウ
ェ
イ
リ
ー
と
い
う
英
国
の
学
者
に
よ
る
も

の
で
、
も
う

一
つ
は
ア
メ
リ
カ
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
氏
が
訳
し

た
も
の
で
あ
る
。
ド
ナ
ル
ド

・
キ
ー
ン
氏
に
よ
る
と
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は

ま
だ
大
英
博
物
館
版
画
部
の
学
芸
員
で
あ
っ
た
頃
、
あ
る
日
、
浮
世
絵

の
横
に
書
い
て
あ
る
文
字
は
ど
ん
な
意
味
で
あ
る
か
と
聞
か
れ
て
答
え

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
当
時
、
大
英
博
物
館
に
は
日
本
語
の

分
か
る
人
は
、
彼
を
含
め
て

一
人
も
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
き
っ
か
け

に
、
彼
は
日
本
語
を
勉
強
し
よ
う
と
決
心
し
、
当
時
日
本
語
の
教
科
書

も
な
か
っ
た
状
況
の
中
で
、
数
年
間
、
独
学
で
日
本
語
を
勉
強
し
た
そ

う
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
日
本
の
古
典
を
翻
訳
し
は

じ
め
、
日
本
文
学
が
世
界
に
お
い
て
ま
だ
注
目
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

一

九
二
〇
年
か
ら

一
九
三
〇
年
に
か
け
て
、
ほ
ぼ
十
年
間
の
歳
月
を
費
や

し
て
、↑効
氏
物
語
の
英
訳
と
い
う
偉
業
を

一
人
で
成
し
遂
げ
た
の
で

あ
っ
た
。
ウ
エ
イ
リ
ー
の
英
訳
は
、
原
文
に
忠
実
で
あ
る
と
は
言
い
難

く
、
間
違
い
も
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、
日
本
の
古
典
文
学
を
初
め
て

西
洋
に
紹
介
し
、
多
く
の
西
洋
人
を
そ
の
美
的
世
界
に
誘

っ
た
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
た
し
か
に
彼
の
業
績
は
大
き
い
。

し
か
し
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
エ
イ
リ
ー
訳
で

は

「鈴
虫
」
の
全
巻
と

「若
菜
」
巻
の

一
部
な
ど
が
大
胆
に
カ
ツ
ト
さ

れ
て
い
る
し
、
各
巻
の
断
章
に
改
宣
や
削
除
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
が
す
で
に
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ィ
ッ
カ
ー
氏
が
あ
ら
た
に
源
氏
物
語
の
英
訳
に
取
り
か
か
っ
た
主
な

理
由
の

一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
の
不
完
全
性
に
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
新
し
い
英
訳
が
完
成
し
た
の
は

一
九
七
六
年
の
こ
と
で

あ
り
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
か
ら
実
に
四
十
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
い
た
。
こ

の
英
訳
は
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
と
違

っ
て
、
基
本
的
に
原
文
を
忠
実
に
英
訳

し
た
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
言
葉
の
置
き
換
え
と
い
う
レ
ベ
ル
を
遥
か

に
超
え
て
、
源
氏
物
語
の
本
質
的
事
実
、
つ
ま
り
、
物
語
の
繊
細
に
し

て
複
雑
な
構
成
、
そ
し
て
登
場
人
物
の
多
様
性
を
重
視
し
た
名
訳
で
あ

２一
。さ

て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
氏
が
源
氏
物
語
本
文
を
深
く
理
解

し
た
最
も
典
型
的
な
例
を
、　
一
２
不
そ
う
。
源
氏
物
語
の
美
し
さ
の

一

つ
は
、
作
中
人
物
と
自
然
景
物
が

一
体
に
な
っ
て
描
か
れ
る
叙
情
性
の

中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
自
然
描
写
が
作
品
の
芸
術

性
を
高
め
る
の
に
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
時
に
は
、
そ
の
自
然
描
写
が
物
語
の
核
心
へ
導
く
ま
で
の
豊
か
な

脈
絡
と
な
っ
て
い
る
。
光
源
氏
の
人
生
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
二
人
の

女
性

（夕
顔

・
葵
上
・
紫
の
上
）
が
満
月
の
夜
を
前
後
に
し
て
亡
く
な
っ

て
い
る
。
特
に
光
源
氏
最
愛
の
女
性
で
あ
る
紫
の
上
が
入
月
十
四
日
に
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亡
く
な
り
、
そ
の
日
の
夜
か
ら
十
五
日
の
暁
に
か
け
て
葬
送
が
行
わ

れ
、
し
か
も
そ
れ
は
秋
最
中
の
最
も
美
し
い
月
の
下
で
繰
り
広
げ
ら
れ

る
の
で
あ
っ
た
。

や
が
て
そ
の
日
、
と
か
く
を
さ
め
た
て
ま
つ
る
。
限
り
あ
り
け

る
こ
と
な
れ
ば
、
骸
を
見
つ
つ
も
え
過
ぐ
し
た
ま
ふ
ま
じ
か
り

け
る
ぞ
、
心
憂
き
世
の
中
な
り
け
る
。
は
る
ば
る
と
広
き
野

の
、
所
も
な
く
立
ち
込
み
て
、
限
り
な
く
い
か
め
し
き
作
法
な

れ
ど
、
い
と
は
か
な
き
煙
に
て
、
は
か
な
く
の
ぼ
り
た
ま
ひ
ぬ

る
も
、
例
の
こ
と
な
れ
ど
あ
へ
な
く
い
み
じ
。
空
を
歩
む
こ
こ

ち
し
て
、
人
に
か
か
り
て
ぞ
お
は
し
ま
し
け
る
を
、
見
た
て
ま

つ
る
人
も
、
さ
ば
か
り
い
つ
か
し
き
御
身
を
と
、
も
の
の
心
知

ら
ぬ
下
衆
さ
へ
、
泣
か
ぬ
な
か
り
け
り
。
御
送
り
の
女
房
は
、

ま
し
て
夢
路
に
ま
ど
ふ
こ
こ
ち
し
て
、
車
よ
り
も
ま
ろ
び
落
ち

ぬ
べ
き
を
ぞ
、
も
て
あ
つ
か
ひ
け
る
。
昔
、
大
将
の
君
の
御
母

亡
せ
た
ま

へ
り
し
時
の
暁
を
思
ひ
出
づ
る
に
も
、
か
れ
は
な
ほ

も
の
の
お
ぼ
え
け
る
に
や
、
月
の
顔
の
明
ら
か
に
お
ぼ
え
し

を
、
今
宵
は
た
だ
く
れ
ま
ど
ひ
た
ま

へ
り
。
十
四
日
に
亡
せ
た

ま
ひ
て
、
こ
れ
は
十
五
日
の
暁
な
り
け
り
。
日
は
い
と
は
な
や

か
に
さ
し
上
が
り
て
、
野
辺
の
露
も
隠
れ
た
る
隈
な
く
て
、
世

の
中
お
ぼ
し
続
く
る
に
、
い
と
ど
い
と
は
し
く
い
み
じ
け
れ

ば
、
後
る
と
て
も
幾
世
か
は
経
べ
き
、
か
か
る
悲
し
さ
の
ま
ぎ

れ
に
、
昔
よ
り
の
御
本
意
も
遂
げ
ま
ほ
し
く
思
ほ
せ
ど
、
心
弱

き
後
の
そ
し
り
を
お
ぼ
せ
ば
、
こ
の
ほ
ど
を
過
ぐ
さ
む
と
し
た

ま
ふ
に
、
胸
の
せ
き
あ
ぐ
る
ぞ
堪
へ
が
た
か
り
け
る
。

ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
で
は
、
紫
の
上
の
亡
く
な
っ
た
夜
の
こ
と
、
そ
し
て

美
し
い
月
の
光
を
背
景
に
行
わ
れ
た
葬
送
に
つ
い
て
何
も
語
ら
れ
て
い

な
い
。
月
を
幾
度
も
悲
劇
と
結
び
つ
け
て
表
現
す
る
の
が
、
源
氏
物
語

に
お
け
る
紫
式
部
の
手
法
で
あ
る
こ
と
は
、
完
全
に
無
視
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
省
略
に
よ
つ
て
結
果
的
に
読
み
や
す

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
紫
の
上
の

死
は
光
源
氏
の
人
生
に
と
っ
て
最
も
衝
撃
的
な
打
撃
で
あ
り
、
し
の
び

難
い
悲
し
み
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
最
愛
の
妻
を
失

っ
た
光
源
氏

の
悲
哀
感
を
醸
し
出
す
に
は
、
美
し
く
も
あ
や
し
い
月
の
描
写
は
欠
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
上
に
、
竹
取
物
語
の
月
夜
に
昇
天
し
た
か
ぐ

や
姫
と
の
関
わ
り
で
、
こ
の
部
分
の
描
写
は
、
源
氏
物
語
の
内
部
構
造

を
探
る
時
の
重
要
な
鍵
と
し
て
、
決
し
て
見
過
ご
せ
な
い
の
で
あ
る
。

紫
式
部
に
と
っ
て
、
こ
こ
に
あ
る
月
は
物
語
を
構
成
す
る
上
で
重
要
な

素
材
で
あ
り
、
芸
術
的
効
果
が
期
待
さ
れ
る
小
道
具
で
あ
る
に
違
い
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
英
語
訳
の
美
し
さ
を
保
と
う
と
い
う
意

図
か
ら
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
そ
れ
を
削
除
し
た
こ
と

は
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
源
氏
物
語
の
美
的
体
系
を
変
え
て
し
ま
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。　
一
方
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
氏
は
紫
の
上
の

亡
く
な
っ
た
夜
の
情
景
描
写
に
注
目
し
、
そ
の
意
義
を
強
調
し
て
翻
訳

の
な
か
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
が
こ
の
重
要
な
場
面
を
省

略
し
た
の
に
対
し
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
訳
は
、
こ
の
部
分
の
月

の
描
写
を
次
の
よ
う
に
見
事
に
描
き
、
芸
術
的
効
果
を
高
め
て
い
る
。
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”
”
∽
“
ｏ
口

”

一Ｒ
尽
■
）
０
０
●
【０

げ
ｏ

∽
ｏ

“
言
ｏ
■
ヽ

Ｏ
ｏ
い
ｏ
”
”ｏ
Ｏ

・
”
す
ｏ
“
∞
口
”
」
Ｏ
ｏ

ｏ
●
】ｏ
ｏ
だ
ｏ
『
∽
）
”
口
０

一す
０
【
０

■

”
∽
ぃ
Ｏ

ｏ
●
ｏ

”
ョ

０
●
”

”
す
ｏ

日

０
∽
”
”
●
∽
ｏ
●
∽
】
”
”
く
ｏ

ｏ
「
『
●
ｏ
●
い
”
】
∽
´ヽ

す
ｏ

ミ́
”
∽
い
ｏ
一

■
０
０
Ｃ
Ｏ
ｏ
Ｏ

一
０

一
０
”
【
∽
・
「
０
「

【≦
【“
『
”
∽
”
＾
一
∽

ミ́
ｏ
日

０
●
¨
】
一
こ
く
”
∽

”
∽

【
「
”
す
ｏ
マ

く

ｏ
【
ｏ

■

目

０
ま

Ｉ

ｗ
σ

∽
”
げ

”
二

詈

ョ

営

Ｐ

目

５

”
ご

障

“

δ

¨
≧

ぎ

日

，

ｏ
暉

８

ヨ
．”
零

′

，

ｏ
】

ｏ
ｃ
一
ｒ

，
ｏ
■

”
”
ｏ
す
う
“
】
”
ｏ
∽
∽
ｏ
い
一
げ
ｏ
”
「
０
０
５
ｐ
∽
”０

∽
０
く
０
●
０
”０
∽
ｒ

ぽ

騰

隠

日

鳳

ほ

Ｅ

Ｅ

ぼ

ぽ

Ｅ

腱

目

暫

Ｅ

Ｅ

じ

鵬

Ｅ

障

ぼ

Ｅ

ぼ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

ぼ

Ｅ

Ｅ

Ｌ

慣

隈

ヒ

層

日

”す””
」，ｏいｏ
口
”０
げｏｏ●
”
ｏ】ｏ”『
ｂｐｏＯり

，
，”
口”ｍ〓ｒ
、「ｏ●】ｍ口”
すｏ
ミ́”∽
げ】い●一ｏ０

モ
】，

お
２
一ｒ
蜜
【“
【”
総
斤
”
ゴ
”
０
０
いｏ
Ｏ
ｏ
●

，
ｏ
沖
こ
二
ｏ
ｏ
日

，

２
】０
〓
モ
”
∽
●
ｏ
モ
串
５

ヨ

０
コ
ロ
”●
ｍ

ｏ
喘
一
す
ｏ

「
壼
Ｐ
Ｏ
ｏ
●
一
〓

・■

、「
す
ｏ

∽
●
●

『
Ｏ
∽
０

０
】
ｏ
Ｒ

”
●
０

”
す
０

●
０
ダ
ヽ
す
”
０

●
ｏ

に
は
旧
Ｌ
Ｆ
Ｆ

Ｏ
ｏ
こ
¨

，
ｏ
“
”
〓

Ｒ

，
ｏ
■
Ｑ
〓

す
ｏ
日
〓
２
お
ロ
ヨ

δ
・
匡
０
丼

２
邑

Ｏ
ｏ
ヨ
いｏ
■
５
∽，
〓
ｏ
■
】ｏ
●
¨
ヨ
“
降

，
ｏ
”
ｏ
Ｏ
●
ュ
０
●
ｏ
一
り
Ч
口
”
一
∽
〓
０
０
０
Ｌ
Ｏ
日
巴
６

〔ゝ

Ｒ

〓
∽
ｏ
ｘ
●
房
ｏ
ら８

”
≧
゛
ゴ
”

，
ｏ
ｏ
】，
２
０
モ
”３

８
０
】ｏ
髪
ヨ
”
”Ｆ

く
Ｏ
Ｌ
０

げ
ｏ
〓
”̈
０
・
Ｈ〕〓
一
〓
ｏ
Ｏ
中０
●
〇
一
こく
”
●
”
”０
０
０
『０
●
ツｏ
ヨ
げ
０
い０
０
”
∽
”
く
ｏ
ヽ
だ
】】”
”
・
中出ｏ

■
ｏ
●
”０
‘
”ヽ
””
“
口
”日

，
０
”３
ビ
Ｒ
”ｏ
一
””
お
ｏ
ｏ
ｏ
”
∽い０
●
〓
”
０
一
”
∽
∽ｏ
Ｏ
・
す
ｏ
一
ｏ
ｏ
一Ｏ
ｏ
Ｏ
・
口
”∽

Ｆ
ミ

露

澪

●
訂

ざ

ヨ

∽
”
葺

目

肇

翼

十
畔
脚
は
ぃ
０
棚
村
悧
劉
一
置
は
綺

つ り
ｒ
¨
雌
り
「
国
晰
け
赫

力ヽ た
¨
＝

五
日
に
か
け
て
で
、
葬
送
は
十
五
日
の
夜
か
ら
十
六
日
の
昼
に
至
る
と

い
う
、
紫
の
上
の
死
期
と
葬
送
の
日
取
り
に
つ
い
て
、
説
が
分
か
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
把
握
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ィ
ッ
カ
ー
訳
で
は
、
＊
印
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
脚
注
に
．．弓
Ｆ
お

オ

０
８

，
拐
ざ
て
Ｆ

，
ユ
”
オ
澤
）コ
Ｆ
Ｓ

，

野
と
Ｑ

Ｒ
，

■
昌

ヨ
８
Ｐ
８

，
０

■
こ
ｏ
８
手
・．．と

い
う

一
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
、

こ
の
部
分
は
、
紫
の
上
の
死
か
ら
葬
送
に
か
け
て
、
時
間
的
経
過
に
よ

る
自
然
の
変
化
を
記
し
、
余
情
性
に
あ
ふ
れ
た
静
か
な
美
し
さ
を
感
じ

さ
せ
る
た
め
、
省
略
し
て
は
物
語
の
情
緒
を
乱
す
こ
と
に
な
る
。
サ
イ

デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
訳
で
は
、
こ
の
よ
う
な
源
氏
物
語
の
も
つ
美
的
繊

細
さ
と
芸
術
的
効
果
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
核
心
部
分
が
忠
実
に
訳
し
出

さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
テ
キ
ス
ト
を
基
本
と
す
る
サ
イ
デ

ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
の
訳
は
、
ウ
エ
イ
リ
ー
訳
と
は
異
な
り
、
原
文
に
忠

実
な
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
お
け
る
源
氏
物
語
の
新
し
い
研
究
成
果

を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
ま
で
英
語
圏
で

の
源
氏
物
語
の
研
究
に
使
用
さ
れ
て
き
た
の
は
、
殆
ん
ど
こ
の
翻
訳
で

あ
り
、
ま
た
大
学
の
教
育
で
も
使
わ
れ
て
い
る

（た
だ
し
、
最
近
マ
カ

ロ
ー
に
よ
る
源
氏
物
語
の
抄
訳
が
出
版
さ
れ
、　
一
部
の
大
学
で
教
科
書
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
ウ
エ
イ
リ
ー
訳
は
忘
れ
ら
れ
た
わ
け
で
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は
な
い
。
そ
の
英
訳
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
る
人
々
の
間
に
は
、
依
然

と
し
て
根
強
い
人
気
が
残
っ
て
い
る
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
が
素
晴
ら
し
い

も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
問
題
点
が
あ
り
、
そ
の
中
で

も
地
理
に
関
し
て
の
間
違
い
は
ウ
エ
イ
リ
ー
が
自
ら
日
本
の
文
化
生
活

を
体
験
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
が
多
い
。
彼
は

一

句
、　
一
句
、
原
文
に
訳
文
を
当
て
て
い
く
や
り
方
に
拘
ら
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
は
、
表
面
の
意
味
を
伝
え
る
こ
と

が
で
き
る
反
面
、
原
文
の
芸
術
性
を
損
な
う
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
長
大
な
作
品
で
あ
る
以
上
、
誤
訳
が
あ
る

の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
し
、　
一
九
二
〇
年
代
当
初
は
、
十
分

な
注
釈
書
も
、
日
本
古
典
の
校
訂
本
も
手
許
に
揃

っ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
誤
訳
は
、
む
し
ろ
問
題
に
す
べ
き
で
な

い
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
し
、
ウ
エ
イ
リ
ー
の
源
氏
訳
に
は
、
意
識
的

に

「文
字
ど
お
り
の
訳
」
を
避
け
て
い
る
例
が
無
数
に
あ
る
た
め
、
そ

の
省
略
は
、
時
に
は
紫
式
部
の
繊
細
な
描
写
を
か
き
乱
し
、
結
果
と
し

て
物
語
の
基
本
形
式
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ

う
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
訳
の
出
現
に

よ
っ
て
、
英
語
圏
の
読
者
が
よ
り
原
文
に
等
価
な
英
語
訳
源
氏
物
語
を

鑑
賞
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

二
、
和
歌
の
英
訳
に
つ
い
て

源
氏
物
語
の
和
歌
の
翻
訳
に
お
い
て
、
現
代
日
本
語
に
訳
さ
れ
る
場

合
で
も
、
和
歌
を
通
釈
し
た
も
の
と
、
和
歌
の
原
文
を
そ
の
ま
ま
に
し

て
注
釈
を
つ
け
る
も
の
と
が
あ
る
も
の
の
、
現
代
日
本
詩
に
訳
さ
れ
た

も
の
は
見
当
た
ら
な
い
。
英
語
に
翻
訳
す
る
場
合
は
、
和
歌
も
当
然
な

が
ら
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
全
般
に
和
歌
の
英
訳
を
避
け
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
に
対
し
て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ィ
ツ

カ
ー
氏
は
積
極
的
に
和
歌
を
訳
し
て
い
る

（ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
は
和
歌
が
散

文
の
部
分
と
区
別
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
）
。
例
え
ば
、
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ィ
ッ
カ
ー
氏
は
和
歌
の
上
の
句
、
下
の
句
を
二
行
に
分
け
て
英
語
に

訳
し
て
い
る
し
、
い
わ
ゆ
る
二
字
下
げ
で
改
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
和

歌
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
在
で
は
和
歌
の
五
、
七
、
五
、

七
、
七
と
い
う
韻
律
を
響
か
せ
る
よ
う
に
、　
一
句
ず
つ
五
行
の
英
語
に

訳
し
、
同
時
に
五
、
七
、
五
、
七
、
七
を
英
語
の
音
節
に
生
か
し
、
そ

れ
ぞ
れ
五
音
節
、
七
音
節
に
な
る
よ
う
に
翻
訳
上
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ

Ｋ
与
る
も
の
も
あ
る
。
マ
カ
ロ
ー
の

「古
今
集
』
訳
は
そ
の
好
例
で
あ

２つ
。さ

て
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
の
和
歌
英
訳
は
散
文
と
区
別
し
や

す
い
よ
う
に
改
行
し
て
、
各
歌
を
二
行
詩
に
ま
と
め
て
い
る
が
、
原
歌

の
意
味
を
ど
の
程
度
伝
達
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
具
体
像
を

「桐
壺
」
巻
の
例
で
見
て
み
よ
う
。

「桐
壺
」
巻
に
お
い
て
、
サ
イ
デ

ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
訳
は
十
六
箇
所
に
注
釈
が
あ
り
、
そ
の
大
半
は
引
歌

の
指
摘
に
労
力
が
注
が
れ
、
和
歌
九
首
に
対
し
て
五
箇
所
の
注
釈
が
施

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
和
歌
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
九
首
の
う
ち
、
検
討
の
対
象
と
な
る
五
首
を
次
に
引
用
し
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て
お
く
。

①
　
限
り
と
て
別
る
る
道
の
悲
し
き
に

い
か
ま
ほ
し
き
は
命
な
り
け
り

言
お

，
お
ヽ
ｏ
ｃ
・
６

¨
０

，
ｏ
曇
部
０
■
ｏ
Ｌ
】
日
“
降
”
ｐ

】
ゴ
ｏ
『Ｏ
”
０
日
ミ́
ｏ
“
【Ｏ
Ｏ
〓
Ｏ
ｏ
∽ｏ
・
一い
Ｏ
Ｌ
Ч
】
ｏ
ｏ
ｃ
【０
¨
一∽
”〓
Ｏ
ｏ
」
費
】
「・〓

②

宮
城
野
の
露
吹
き
む
す
ぶ
風
の
音
に

小
萩
が
も
と
を
思
ひ
こ
そ
や
れ

〓≧

一澪

８
Ｃ
ａ

Ｒ

，
ｏ
三
日

し
ま

讐

“
８
湧

ざ

〓
¨ヽ

Ｌ

口
諄

ｒ

〓
ビ
昇

０
い

，
■
こ
”Ｏ
ｑ

き
“
ヽ
キ
“
一
８

，
ｏ
日
０
９
■

③
）
鈴
虫
の
声
の
限
り
を
尽
く
し
て
も

長
き
夜
あ
か
ず
ふ
る
涙
か
な

三
Ｆ

９
〓
言
ヨ
コ
ヨ
．害
一一
デ

８
６
９
５
ュ
ざ

８

●
Ｓ
ゴ

ヨ
ヽ
お
鶴
′

Ｊ

９

讐

８
お

∽
Ｒ

Ｆ

〓
ａ

Ｆ

ｏ
”
■
ｓ

ｆ

口

一
ヨ
δ

∽
庁

●
ｏ
ｏ
≒

④
　
い
と
ど
し
く
虫
の
音
し
げ
き
浅
茅
生
に

露
お
き
そ
ふ
る
雲
の
上
人

〓∽
”
０
“いｏ
”す
ｏ
】日
あ
ｏ
Ｏ
”
∽ｏ
●
¨
∽
”
日
０
口
”
」一０
」６
０
０
∽・

マ
♂
お
∽”
ａ
】
ヽ
ユ
い出
″
ｉ
る
Ｏ
ｏ
■
い８
ヨ
”
ｒ
）く
ｏ

，
ｏ
２
●
“
０
∽
・４

⑤
一
尋
ね
ゆ
く
幻
も
が
な
つ
て
に
て
も

魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く

〓＞
巳

姜
〓

●
０
■
Ｆ
筐
０
∽Ｒ
興
浄
〓
ｑ
ｏ
“
”
ら８
ヨ
ｐ

ヨ
〓
”
ｏ
く
ｏ
ロ
ロ
ｏ
日
”
Ч
二
“
日
ｏ
モ
Ｆ
澪

ａ
澪
オ
〓

サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
の
和
歌
英
訳
は
殆
ん
ど
リ
ズ
ム
が
感
じ
ら

れ
な
い
が
、
散
文
で
な
い
二
行
詩
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
方
針
が
全
篇

を
通
じ
て
守
ら
れ
て
い
る
。
和
歌
を

一
つ
の
形
に
整
え
る
意
味
に
お
い

て
、
散
文
と
混
同
す
る
ウ
ェ
イ
リ
ー
訳
よ
り

一
歩
進
ん
だ
と
言
え
よ

う
。
し
か
し
、
統

一
し
た
形
に
な
っ
て
い
て
、
か
つ
英
語
が
優
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
も
、
和
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
総
体
が

ど
こ
ま
で
読
者
の
胸
に
届
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
言
葉
の
表
現
に

つ
い
て
②
番
の
歌
を
見
て
み
よ
う
。
帝
の
愛
を
独
占
し
た
た
め
に
、
同

輩
の
憎
悪
の
的
と
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
の
陰
湿
な
迫
害
に
あ
つ
て
、
桐
壺

の
更
衣
は
つ
い
に
死
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
野
分
の
激
し

く
吹
き
出
す
夕
月
の
美
し
い
夜
に
、
帝
は
つ
ね
に
も
ま
し
て
い
ろ
い
ろ

と
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
亡
く
な
っ
た
更
衣
の
里
へ
収
負
命
婦

を
遣
わ
し
て
、
母
君
を
慰
め
遺
児
若
宮
の
参
内
を
促
し
た
。
②
番
の
歌

は
命
婦
に
託
し
た
母
君
へ
の
手
紙
の
な
か
に
含
ま
れ
、
若
宮
の
身
の
上

を
案
ず
る
帝
の
気
持
ち
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
掛
詞
や
縁
語
と
い
う

和
歌
の
技
巧
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
訳
し
に
く
い
一
首
と
言
え
よ
う
。

サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
の
訳
は
原
作
の
歌
の
内
容
を
簡
潔
に
再
現

し
て
い
る
と
は
言
え
、
少
し
物
足
り
な
い
よ
う
な
感
じ
が
し
な
い
で
も

な
い
。

「宮
城
」
は
宮
城
県
仙
台
市
の
東
に
あ
る
野
で
あ
り
、
萩
の
名

所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「宮
中
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

「萩
」
は
秋
に
紅
葉
色
、
自
色
の
小
花
が
並
ん

で
咲
く
と
い
う
意
味
の
和
製
漢
字
で
あ
る
と
指
摘
さ
鳩
、

「小
萩
」
に

子
供
を
か
け
、
具
体
的
に
は
若
宮
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
英
訳
の
第
二

行
は
下
の
句
に
相
当
し
、
百
目
諄

Ｒ
夢
ｏ
お
ａ
ｎ
一
お
』５
８

●
０
日
８
■

の
．．〓罵
三
Ｆ
ョ
８
■

（荒
れ
地
に
咲
く
）
は
原
文
に
な
い
も
の
で
あ
る
。
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〓〓
ぞ
溜
【
口

，い■
に
対
応
す
る
と
い
う
配
慮
か
ら
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
が
、
若
君
の
住
む
更
衣
の
里
が
蓬
生
の
生
い
茂
る
邸
で
あ
る
の

は
、
母
君
の
悲
し
い
暮
ら
し
ぶ
り
を
表
し
て
い
る
た
め
、
英
語
の

〓ヨ
０
８
．．は
”荒
涼
た
る
“イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、
・ざ
巳
ｑ
言
ヽ
がヽ
”若
官
“
で

あ
る
以
上
”荒
涼
た
る
荒
れ
地
‘
と
訳
す
の
は
若
宮
の
高
貴
な
身
分
に
相

応
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
”宮
城
“
は

「官
中
」
を
響
か
せ
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
．．一８
８
３
Ｓ
．ヽ̈
．は
更
衣
の
里
に
い
る
”若
宮
“を

指
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
注
釈
が
あ
れ
ば
、
読
者
に
と

っ
て
よ
り
親

切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。残
念
な
が
ら
脚
注
に
は
、一ぼ

毯
■
Ｎ
コ
苓

Ｌ
Ｓ
Ъ
Ｆ
口
ｏ≧
８
ｇ
浄
０】９
ｑ
〓と
あ
る
だ
け
で
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は

な
い
。

こ
う
し
た
具
体
的
な
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、　
一
つ
の
表
現
を
め

ぐ
る
日
英
の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
相
違
、
そ
し
て
敬
語
、
助
動
詞
の
微

妙
な
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
は
、
終
始
翻
訳
に
つ
き
ま
と
う
難
題
で
あ
る
。
し

か
し
、
和
歌
の
翻
訳
で
最
も
難
し
い
こ
と
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
掛
詞

の
処
理
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
①
番
の

「
い
か
ま
ほ
し
き
」
の
掛
詞
に

含
ま
れ
る
「生
く
」
と
「行
く
」
は
あ
ら
わ
に
訳
さ
れ
ず
、
．ゴ
ｏ
２
１
８
ａ
．．

と
意
訳
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
③
番
の
「
ふ
る
」
は

「降

る
」
に

「振
る
」
を
か
け
て
い
る
が
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
上
の
句

と
下
の
句
が
逆
に
訳
さ
れ
、
下
の
句
に
含
ま
れ
て
い
る

「鈴
虫
の
振

る
」
と

「涙
の
降
る
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
行
日
と
二
行
日
の
内
容
に
盛

り
込
ま
れ
、
完
全
な
意
訳
だ
と
し
か
言
え
な
い
。
そ
し
て
、
④
番
の
歌

は
収
負
命
婦
が
帝
の
使
者
と
し
て
桐
壺
更
衣
の
母
を
訪
れ
、
い
ろ
い
ろ

話
し
合
っ
て
か
ら
宮
中
に
戻
ろ
う
と
し
た
時
に
詠
ん
だ
歌
に
対
す
る
更

衣
の
母
君
の
返
歌
で
あ
る
。
亡
き
娘
の
こ
と
を
思
い
、
悲
し
み
の
涙
に

明
け
暮
れ
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
虫
の
音
に
は
母
君
の
泣
き
声

が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
英
語
の

一
行
日
あ
ａ

鶴５
，

０
ま
∽０〇一
８
欄
∽
Ｒ
３
編

”Ｆ
ぉ
＆
∽̈
ゃは
、
掛
詞
の
含
ま
れ
る
上
の
句

に
当
る
が
、
虫
の
音
に
隠
喩
さ
れ
た
母
君
の
気
持
ち
は
読
み
取
れ
な

い

。

二

行

日

の

あ

ａ

”Ч
る

二

≧

■

Ｆ

８

く

露

日

３

９

■

Ｆ

Ｏ
】８

，

．．
は

下

の
句
に
相
当
し
、
雲
の
上
か
ら
露
が
落
ち
て
く
る
の
で
、　
一
層
悲
し
く

な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
脚
注
に

〓
＞

∽
”
０
８

８

８

器

８

ヨ

易

い
８

８

８

ｃ
二

ざ

ぢ

Ｆ

，

ｏ
脇

Ｏ
Ｒ

協

ュ
お

ａ

】

口
ｑ

■

と
い
う
巧
妙
な

一
文
が
添
え
ら
れ
、
和
歌
を
挟
ん
だ
前
後
の
文
脈
と
考

え
合
わ
せ
れ
ば
、
宮
中
人
の
来
訪
と
母
君
２
涙
と
の
関
係
が
は
っ
き
り

し
て
く
る
た
め
、
こ
の
脚
注
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
④
番
歌
の
英
訳
が
生

き
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
⑤
番
歌
の
前
に

「か
の
贈
り
物
御
覧
ぜ
さ
す
。
亡
き
人
の
住

処
尋
ね
い
で
た
り
け
む
、
し
る
し
の
銀
な
ら
ま
し
か
ば
、
と
思
ほ
す

も
、
い
と
か
ひ
な
し
。
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
。
こ
の
部
分
の
英
訳
は

．ぎ
β

Ｆ
¨
韓
き
ｏ
５
８
∽算
８

〓
ヽ

ｇ

Ｆ
Ｏ
げ
８
話

，
３

”
昇
¨
３

，
８
”
〓

モ
ｇ
”

”
０
０
日
」び
二
〓
モ
ｏ
Ｌ
０
０
ｏ
〓
∽０
日
０
■
【Ｎ
２
●
■
〓
９
６
”０
げ
ユ
●
”
〓
一日
・
口寿
０
一〓
”
”

ｏ
〓
８

８

９
り
罵
８
【
ヽ

８
日
〓
５

ヨ

，
０
モ
ｏ
Ｌ
Ｏ
■
Ｆ
お

〓
■
ａ
二
９

ｏ
■
易

０
モ
呂

暉
輌

国
ｏ
モ
〓
】∽一
ｏ晏

■

と

な

っ
て
お
り

、

最
後

の
．．戸

ｑ
以

下

は

「
し

る
し
の
銀
な
ら
ま
し
か
ば
」
に
当
る
が
、
こ
こ
に
か
な
り
説
明
的
付
加

が
あ
る
の
は
興
味
深
い
。
本
来
な
ら
脚
注
に
あ
つ
て
も
い
い
よ
う
な
部

-70-



分
を
、
こ
の
よ
う
に
訳
文
の
な
か
に
融
合
さ
せ
て
し
ま
う
例
は
、
他
に

も
多
数
存
在
す
る
。
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
が
読
者
の
胸
に
届
く
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
も

一
つ
の
手
段
だ
と
言
え
る
が
、
た
だ
、
こ
こ
に

「か
ひ
な

し
」
の

一
文
が
訳
さ
れ
て
い
な
い
の
が
残
念
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の

「か
ひ
な
し
」
は
次
の

「尋
ね
ゆ
く
…
」
に
含
ま
れ
る

帝
の
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
に
深
い
関
わ
０
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
ニ
行
詩
訳
で
は
、
基
本
的
に

一
行
日
は
上

の
句
に
相
当
し
、
二
行
日
は
下
の
句
に
当
る
が
、
③
番
歌
の
よ
う
な
逆

の
場
合
も
あ
る
。
こ
の
形
式
は
上
の
句
と
下
の
句
の
区
別
が
は
っ
き
り

し
て
、
ご
た
ご
た
す
る
の
が
避
け
ら
れ
た
反
面
、
淡
々
と
し
て
詩
の
リ

ズ
ム
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
も
こ
の
二
行
詩
訳
形
式
の
弱
点
は
、
使

え
る
語
彙
が
限
ら
れ
る
こ
と
に
あ
り
、
原
歌
の
も
つ
豊
か
な
意
味
を
十

分
訳
し
出
せ
な
い
場
合
が
あ
る
。

短
い
三
十

一
音
節
の
中
に
、
豊
か
な
内
容
を
盛
り
込
も
う
と
す
る

と
、
日
本
的
な
余
情
、
余
白
と
も
い
う
べ
き
、
語
ら
れ
な
い
部
分
に
ま

で
意
味
を
持
た
せ
る
結
果
と
な
る
。
和
歌
を
現
代
日
本
語
に
訳
す
場
合

で
さ
え
、
意
味
の
確
然
と
し
な
い
箇
所
に
つ
い
て
は
言
葉
の
選
択
に
苦

心
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
し
て
異
質
の
言
語
と
文
化
を
背
景
と
す
る
外

国
人
に
よ
る
理
解
の
範
囲
に
は
、
限
界
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
こ
の
場
合
は
、
日
本
語
の
ニ
ュ
ー
ア
ン
ス
の
難
し
さ
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
も

つ
と
根
本
的
な
、
言
葉
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
価
値
観
の

相
違
に
は
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訳
者
が
和
歌

を
積
極
的
に
訳
し
出
す
場
合
、
掛
詞
な
ど
原
歌
の
修
辞
技
巧
を
無
理
に

訳
し
出
す
よ
り
も
、
む
し
ろ
合
理
的
な
意
訳
を
行
い
、
さ
ら
に
④
番
歌

の
よ
う
に
適
切
な
脚
注
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
う
の
が
妥
当
な
処

理
だ
と
言
え
よ
う
。

三
、
源
氏
物
語
の
教
育

源
氏
物
語
の
英
訳
が
世
に
現
れ
て
以
来
、
西
洋
に
お
い
て
、
そ
の
作

品
に
描
か
れ
る
平
安
時
代
に
生
き
た
女
性
に
対
す
る
関
心
が
急
に
高
ま

り
、
つ
い
に
源
氏
物
語
が
基
本
的
な
教
養
書
の

一
つ
と
し
て
、
大
学
の

教
育
現
場
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
源
氏
物
語

に
代
表
さ
れ
る
日
本
古
典
文
学
は
、
日
本
文
学
研
究
の
専
門
家
だ
け
で

は
な
く
、
広
く
歴
史
学
、
比
較
文
学
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
研
究
学
と
い
っ

た
分
野
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
カ
ナ

ダ
の
プ
リ
テ
イ
シ
ユ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
を
例
に
と
つ
て
、
日
本
古
典

文
学
は
ど
の
よ
う
に
教
授
さ
れ
て
い
る
の
か
を
探
っ
て
み
た
い
。

当
大
学
に
は
日
本
文
学
専
攻
科
目
は
な
い
が
、
人
文
学
部
の
中
に
ア

ジ
ア
研
究
と
い
う
学
科
が
あ
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
歴
史
、
文
学
、
文

化
、
社
会
な
ど
の
分
野
に
分
か
れ
て
い
る
。
学
生
は
二
年
間
、
中
国
語

か
日
本
語
を
勉
強
し
、
日
本
語
に
自
信
の
あ
る
学
生
だ
け
が
日
本
文
学

に
関
す
る
科
目
を
選
択
す
る
と
い
う
傾
向
に
な
っ
て
い
る
。
北
米
の
大

学
で
普
通
、
学
部
生
に
日
本
の
古
典
を
教
え
る
時
は
も
ち
ろ
ん
英
訳
さ

れ
た
テ
キ
ス
ト
を
使

つヽ
が

（学
生
は
殆
ん
ど
日
本
語
に
関
す
る
知
識
が
な
い

か
ら
だ
）
、
大
学
院
の
学
生
を
対
象
に
す
る
場
合
、
授
業
は
英
語
で
進
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め
ら
れ
、
テ
キ
ス
ト
は
日
本
語
の
原
典
を
使
っ
て
い
る
。
例
と
し
て
上

述
の
大
学
で
、　
一
学
期
間
に
対
し
て
組
ま
れ
た
日
本
古
典
文
学
に
関
す

る
教
授
シ
ラ
バ
ス
を
挙
げ
て
お
く
。
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こ
の
教
授
シ
ラ
バ
ス
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
本
文
学
に
お
け

る
二
次
的
読
物
の
範
囲
が
広
く
、
な
か
に
は
批
評
的
紹
介
論
文
も
か
な

り
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
古
典
文
学
作
品
が
西
洋

の
学
者
に
よ
っ
て
広
く
紹
介
さ
れ
、
盛
ん
に
研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
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反
映
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
シ
ラ
バ
ス
は

一
学
期
分
の
授

業
内
容
と
し
て
学
部
生
を
対
象
に
設
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
授
業
は
、

他
に
近
年
出
版
さ
れ
た
平
安
文
学
に
関
す
る
研
究
書
な
ど
も
参
考
に
し

な
が
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
二
学
期
分
も
含
め
る
と

一
年
間
で

「古
事

記
』
か
ら

『雨
月
物
語
』
ま
で
の
日
本
の
古
典
を
学
ぶ
相
当
ハ
ー
ド
な

内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
学
生
は
自
分
で
選
ん
だ
作
品
を
英
訳
で
勉
強

し
、
そ
れ
ぞ
れ
割
り
当
て
ら
れ
た
論
文
を
事
前
に
読
ん
で
、
そ
の
論
文

の
紹
介
と
批
評
を
ク
ラ
ス
で
発
表
し
、
学
期
末
に
は
研
究
小
論
文
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
ク
ラ
ス
で
は
学
生
同
士
、
学
生
と

先
生
と
の
間
に
つ
ね
に
活
発
な
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
自
国
と
の
文
化

的
背
景
の
相
違
を
乗
り
越
え
て
、
日
本
の
平
安
文
学
の
特
殊
性
に
多
大

な
る
関
心
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
文
学
を
勉
強
す
る
学
生
に
と
つ
て
、
ま
ず
直
面
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
他
の
外
国
語
よ
り
も
数
倍
難
し
い
日
本

語
の
習
得
で
あ
る
。
日
本
語
を
母
国
語
と
し
て
い
な
い
多
く
の
学
生
が

二
、
三
年
間
の
学
習
で
現
代
文
学
作
品
を
辞
書
に
頼
り
な
が
ら
読
め
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
し
、
日
本
古
典
文
学
の
コ
ー
ス

を
選
択
す
る
場
合
は
、
少
な
く
と
も

一
年
間
、
文
語
を
履
修
す
る
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

学
生
の
方
は
、
卒
業
す
る
前
の
二
、
三
年
間
を
日
本
で
過
ご
し
、
そ

の
間
、
英
語
を
教
え
な
が
ら
、
日
本
人
と
積
極
的
な
交
流
を
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
語
の
会
話
も
自
然
と
流
暢
に
な
り
、
読
解
力
に
優
れ

る
人
も
少
な
く
な
い
。
大
学
院
生
は
、
日
本
滞
在
中
に
学
位
論
文
を
ま

と
め
る
の
に
必
要
な
資
料
を
集
め
、
そ
し
て
日
本
人
の
先
生
か
ら
も
有

形
、
無
形
の
指
導
を
受
け
て
日
本
文
学
に
対
す
る
理
解
を
さ
ら
に
深
め

て
い
く
。
日
本
語
教
育
に
つ
い
て
も
、
各
大
学
に
お
い
て
正
規
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ほ
か
に
、
日
本
語
の
集
中
コ
ー
ス
、

と
く
に
人
気
の
夏
期
集
中
コ
ー
ス
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
日
本
語

教
育
に
お
け
る
方
法
や
、
教
材
も
め
ざ
ま
し
い
進
歩
を
遂
げ
、
以
前
と

比
較
で
き
な
い
ほ
ど
、
日
本
語
が
習
得
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と
は
事
実

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
充
実
し
つ
つ
あ
る
日
本
語
教
育
自
体
が
、
外
国

人
に
対
す
る
日
本
文
学
教
育
を
支
え
る
な
に
よ
り
も
重
要
な
柱
の

一
つ

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
日
本
文
学
を
教
え
る
に
当
た
っ
て
、
各
大
学
と
も
そ
れ
ぞ
れ

得
意
と
す
る
も
の
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ

は
日
本
と
同
じ
よ
う
に
教
授
陣
の
専
門
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
日
本
文
学
の
研
究
者
が
大
勢
輩
出
さ
れ
て
い
る
現
在

で
は
、
各
大
学
に
お
い
て
古
典
と
近
代
、
も

っ
と
よ
い
所
で
は
、
平

安
、
鎌
倉
と
さ
ら
に
細
か
く
研
究
分
野
が
分
か
れ
て
、
学
生
に
と
っ
て

も
恵
ま
れ
た
教
授
陣
の
指
導
の
も
と
で
、
好
み
の
分
野
を
選
ん
で
研
究

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
大
学
院
生
を
対
象
に
原
典

を
読
む
場
合
、
数
多
い
古
典
作
品
の
中
か
ら
、
ど
の
作
品
を
選
ぶ
か
は

普
通
、
そ
の
大
学
の
教
授
陣
の
専
門
に
よ
っ
て
決
定
す
る
が
、
大
概
の

場
合
、
大
学
院
生
の
学
位
論
文
の
テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
講
読
す
る
作
品

を
選
ぶ
傾
向
が
あ
る
。
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
教
授
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
よ
る

と
、
日
本
文
学
を
勉
強
し
て
い
る
学
生
の
う
ち
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
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人
が
英
訳
で
源
氏
物
語
を
通
読
し
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
た
そ
う
で
あ

る
。
そ
し
て
、
源
氏
物
語
を
英
訳
で
読
ん
だ
学
生
が
、
そ
の
作
品
の
書

か
れ
て
い
る
言
語
で
あ
る
日
本
語
を
改
め
て
勉
強
し
た
い
と
い
う
意
欲

が
か
き
た
て
ら
れ
る
に
至
っ
た
例
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
大
学
に

お
い
て
、
源
氏
物
語
を
原
典
で
読
む
に
し
て
も
、
ど
の
巻
を
選
べ
ば
よ

い
の
か
が
ま
ず
問
題
で
あ
る
。
大
体
、
源
氏
物
語
は
登
場
人
物
の
関
係

が
複
雑
で
、
ど
の
巻
を
選
ん
で
い
て
も
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
の
予
備

知
識
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
す
じ
の
面

白
い
巻
や
、　
一
学
期
で
読
み
終
え
る
こ
と
の
で
き
る
巻
な
ど
、
学
生
の

興
味
を
そ
そ
る
巻
選
び
に
か
な
り
苦
心
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

中
国
文
学
で
は
、
情
緒
だ
け
描
い
て
思
想
に
触
れ
な
い
文
学
は
評
価

さ
れ
な
い
が
、
日
本
文
学
は
、
逆
に
芸
術
性
を
重
ん
じ
、
思
想
性
に
は

あ
ま
り
関
心
を
示
さ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
中
国
と
日
本
の
伝
統
的
文

学
観
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
西
洋
は
ど
う
で
あ
ろ

う
。
芸
術
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
思
想
性
、
と
く
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

を
盛
ん
に
唱
え
る
西
洋
に
お
い
て
は
、
光
源
氏
の
よ
う
な
恋
愛
遍
歴
者

の
人
格
や
、
兼
家
に
代
表
さ
れ
る

一
夫
多
妻
制
に
対
す
る
性
差
別
に
敏

感
な
現
代
学
生
の
反
応
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
生
の

大
半
は
む
し
ろ
、
源
氏
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
女
性
の
あ
ま
り
の
従
順

さ
と
弱
さ
に
驚
き
と
怒
り
を
示
す
。

「蜻
蛉
日
記
』
の
場
合
は
、
作

者
、
道
綱
母
が
日
記
の
冒
頭
で
こ
れ
ま
で
の
宮
廷
物
語
へ
の
不
満
を
述

べ
、
貴
族
の
女
の

一
生
は
実
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
描
い
て
み
た
い
と

書
い
て
い
る
。
時
の
権
力
者
で
あ
る
兼
家
の
妻
と
し
て
自
ら
の
不
幸
な

結
婚
生
活
を
、
あ
く
ま
で
事
実
に
即
し
、
詳
細
に
告
白
し
よ
う
と
す
る

作
者
の
姿
勢
に
触
れ
た
と
き
、
学
生
の
間
か
ら
、
そ
ん
な
に
苦
し
く
て

悲
し
ん
で
い
る
の
な
ら
離
婚
す
れ
ば
い
い
じ
や
な
い
か
と
い
う
苛
立
ち

の
声
、
憤
慨
の
声
が
上
が
る
。
し
か
し
平
安
時
代
の
文
化
的
背
景
、
貴

族
の
生
活
習
慣
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
生
が
次
第
に
文
学
作
品
に

描
か
れ
た
人
物
、
特
に
女
性
像
に
親
近
感
を
お
ぼ
え
、
平
安
文
学
の
特

殊
性
に
さ
ら
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

外
国
の
大
学
院
で
、
西
洋
文
学
を
専
攻
す
る
場
合
、
必
修
科
目
の
一

つ
に
批
評
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
重
要
な
軸
と
し
て
学
生
は

自
分
自
身
の
批
評
方
法
を
確
か
め
、
次
第
に
批
評
態
度
と
批
評
能
力
を

養
成
し
て
い
く
。
日
本
古
典
文
学
を
勉
強
す
る
学
生
は
、
全
く
異
な
っ

た
時
代
、
異
な
っ
た
文
化
背
景
に
属
す
る
作
品
を
鑑
賞
し
、
批
評
す
る

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
戸
惑
い
を
感
じ
る
反
面
、
そ
れ
ま
で
培

わ
れ
て
き
た
同
種
の
文
化
に
対
す
る
批
評
の
方
法
も
自
然
と
変
わ
っ
て

く
る
で
あ
ろ
う
し
、
日
本
国
内
に
い
て
は
気
づ
か
な
い
斬
新
な
発
見
も

現
れ
て
こ
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
日
本
人
と
は
全
く

違

っ
た
角
度
か
ら
、
源
氏
物
語
等
の
古
典
作
品
を
捉
え
、
そ
の
価
値
と

面
白
さ
を
よ
り
幅
広
く
、
よ
り
普
遍
的
基
準
に
基
づ
い
て
再
評
価
す
る

こ
と
が
期
待
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

ア
メ
リ
カ
で
は
Ｅ
５
ｋ
ゴ
ｏ
〓
８
８
Ｐ
語
一ｇ
∞０
ン
∽８
一２
８
Ｒ
≧
塁
』ｏじ
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と
い
う
、
文
学
教
育
者
を
対
象
に
す
る
学
会
か
ら
、　
一
九
八
〇
年
以

降
、

「世
界
文
学
教
授
の
手
引
き
』
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
シ

リ
ー
ズ
の
第
四
十
七
巻
目
は
源
氏
物
語
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で

は
西
欧
文
学
し
か
対
象
に
さ
れ
ず
、
古
典
、
現
代
を
問
わ
ず
日
本
の
文

学
作
品
は
全
く
無
視
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、　
一
九
九
三
年
度
に
は

じ
め
て
源
氏
物
語
、
そ
し
て
、
紫
式
部
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
源
氏
物
語
が
世
界
文
学
と
し
て
の
価
値
を
認
め
ら
れ

た
こ
と
を
意
味
し
、
西
洋
に
お
け
る
日
本
文
学
の
受
容
史
の
上
で
、
時

代
を
画
す
る
出
来
事
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

よ
う
な
時
を
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
ウ

ェ
イ
リ
ー
や
、
サ
イ
デ
ン
ス

テ
ィ
ッ
カ
ー
氏
の
よ
う
な
、
多
く
の
優
れ
た
翻
訳
者
と
研
究
者
の
日
本

古
典
文
学
へ
の
精
力
的
な
取
り
組
み
が
成
果
を
あ
げ
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
源
氏
物
語
だ
け
で
な
く
、
西
洋
に
お
け
る
平
安
女
流
日
記
文

学
に
対
す
る
関
心
も
急
激
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
と
く
に

『蜻
蛉
日

記
』
や

『枕
草
子
」
な
ど
の
女
流
日
記
の
英
訳
が
続
出
し
、
時
代
的
、

文
化
的
相
違
を
乗
り
越
え
て
、
主
観
性
と
普
遍
性
に
充
ち
た
日
記
文
学

は
、
西
洋
の

一
般
読
者
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
。
日
本
の
国
文
学

者
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
キ
ー
ン
氏
は
、
源
氏
物
語
を
古
物
語
よ
り

女
流
日
記
に
多
く
負

っ
た
作
品
と
し
、
女
性
が
私
的
な
考
え
を
日
記
に

書
き
記
す
伝
統
が
な
け
れ
ば
、
紫
式
部
も
源
氏
物
語
を
書
け
な
か
っ
た

だ
ろ
う
と
指
摘
し
、
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
氏
は

「靖
蛉
日
記
』
の

解
説
で
、
巻
三
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
高
く
評
価
し
、
源
氏
物
語
と
同
じ
レ

ベ
ル
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
自
ら
の
不
幸
な

赫
罐
崚
赫
嘲
浄

学 ‐こ
辞
軸
け
嬬
『
記
文
学
の
特
徴
を
”

不
満
の
美
学
“
と
意

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
古
典
は
す
で
に
母
国
を
離
れ
て
、
世
界
の
古

典
と
し
て
脚
光
を
浴
び
、
西
洋
各
国
に
お
い
て
極
め
て
実
質
的
な
研
究

基
盤
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
か
ら
の
若
い
研
究
者
の
積
極
的
な
活

躍
も
十
分
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
世
界
に
お
け
る
日
本
文
学

ヘ

の
関
心
は
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
高
ま

っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
し
、
よ
り

充
実
し
た
翻
訳
、
教
育
、
そ
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。

注
（１
）
ド
ナ
ル
ド

・
キ
ー
ン

『古
典
を
楽
し
む
』

（朝
日
選
書
三
九
三
　
平
成

二
年

一
月
）

（２
）
新
潮
日
本
古
典
集
成

『源
氏
物
語
」
六

「御
法
Ｌ

一
七
―

一
一
人
頁

（新
潮
社
　
昭
和
五
十
七
年
）
、
以
下
源
氏
物
語
本
文
の
引
用
は
こ
の
本
に

拠
る
。

（
３

）
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一
０

も

‐一
Ｎ
ｅ

　

（Ｚ
ｏ
モ

ぎ
邑

ｒ

≧
Ｆ
Ｏ
＞

・
パ
●３
い
“３
０

以
下
サ
イ
デ
ン
ス
テ
イ
ツ
カ
ー
訳
の
引
用
は
こ

の
本
に
拠
る
。

（４
）
注

（２
）
に
同
じ
。

「御
法
」
一
一
七
頁
の
頭
注
。

（５
）
玉
上
琢
爾

『源
氏
物
語
評
釈
』
第
九
巻

「御
法
」
九
四
頁

（角
川
書
店

昭
和
四
十
二
年
七
月
）

（
６
）

Ｆ

】８

０
ユ

”
〓
ｏ
ｏ
邑

０
話
Ｆ
Ｏ
こ

【
や
冒
姜
や

吻
ヽ
８
Ｌ
８
●
露
ヨ

弓
Ｆ

弓
≧
ｏ

ｏ
い
Ｏ
ｏ
こ
ｒ
Ｓ
ヽ
日
Ｆ

Ｈ
じ
０
●
コ
雪
■
雲
＆
Ｔ
八
∽
Ｆ
Ｌ
り
ａ
¨

，
饉
Ｌ
９
０
ｃ
可
・
“０
つ
０

（７
）
林
福
水

「
『源
氏
物
語
』
の
中
国
語
を
め
ぐ
る
諸
問
題
―
桐
壺
の
巻

を
中
心
に
し
て
―
」

（
「梅
光
女
学
院
大
学
公
開
講
座
　
論
集
第
二
五
集
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「源
氏
物
語
」
を
読
む
』
所
収
　
笠
間
書
院
　
平
成
元
年
九
月
）

（
８
）
ド
ナ
ル
ド

・
キ
ー
ン
著
　
土
屋
政
雄
訳

「
日
本
文
学
の
歴
史
　
古

代

・
中
世
篇
３
』

（中
央
公
論
社
　
平
成
六
年
九
月
）

（
９

）

口
０
■
Ｒ

０

０

∽
ｇ
Ｏ
ｏ
口
∽
Ｌ
ｏ
オ
ｑ

．巧

す
ｏ

●
ｏ
′

営
づ
ｑ

く
ｏ
弩

■

¨
月

，
Ｏ

Ｕ

Ｒ̈

ヽ

ｏ
「
”

Ｚ
Ｏ
⊆
０
■
０
ヨ
営

Ｒ

口
■
日

『
８

８

η

“
一Ｌ
ｏ
日
ｏ
●

ｐ

〕
８

８

も

，

）

（
１０
）
〓
３

〓

〓
営

亀

響
０
＞
墨
〓
３
８

Ｒ

口
∽０
８
一ヨ

．̈ヽ

３
，

‥

巳

”
ｏ２
●
∽ざ
●
い●
マ
♂
０
お
く
２
〕Ｒ
ヽ
口０∽０
ビ
一お
”摯
Ｅ
Ｏ
（国
ｏ口
ε
二
」
口

，■
と
い
Ｃ
「
や】０
つ
じ

参
考
文
献

１
武
田
勝
彦
編
著

「
古
典
と
現
代
―

西
洋
人

の
見
た
日
本
文
学
―

」

（清
水
弘
文
堂
　
昭
和
四
十
五
年
六
月
）

２
中
西
進
、
松
村
昌
家
編

『
日
本
文
学
と
外
国
文
学
―
入
門
比
較
文
学
―
』

（
英
宝
社
　
平
成

二
年

八
月
）

３
マ
イ
ケ
ル

・
ワ
ト
ソ
ン
、
緑
川
真
知
子

「
世
界
文
学
と
し
て
の
平
安
文
学

―
欧
米

に
お
け
る
研
究

の
現
在
―
」

（
『
論
集
平
安
文
学
　
一
一

東
ア
ジ
ア
の
中
の
平
安
文
学
』
所
収
　
勉
誠
社
　
平
成
七
年
五
月
）

＊
な
お
、
こ
の
論
文
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
ジ
ョ
シ
ュ
ア

・
モ
ス
ト
ー
氏

（ブ

リ
テ
ィ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
）
か
ら
貴
重
な
助
言
と
教
授
シ
ラ
バ
ス
を

提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（こ

。
し
ゅ
う
び
ん
　
昭
和
女
子
大
学
講
師
）
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